
は
じ
め
に 

    

　
古
代
日
本
の
神
話
で
は
、日
や
月
や

そ
の
他
の
神
々
の
母
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
最

後
に
生
ま
れ
た
の
が
火
神
で
あ
っ
て
、ホ

ム
ス
ビ（
火
産
霊
）と
も
、カ
グ
ツ
チ（
軻

遇
突
智
）と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。ホ
ム
ス

ビ
の
ホ
と
は
火
で
あ
り
、そ
の
火
が
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
を
ム
ス
ブ
、つ
ま
り
繁
殖
さ

せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、こ
の
名
は
出
た
。カ

グ
ツ
チ
の
カ
グ
は
光
が
ち
ら
ち
ら
す
る
意
、

チ
は
霊
で
あ
る
。 

　
こ
の
火
神
を
産
ん
だ
た
め
に
妻
が
焼

け
死
ん
だ
の
を
恨
ん
で
、イ
ザ
ナ
ギ
が

剱
を
抜
い
て
カ
グ
ツ
チ
を
斬
り
殺
す
。「
こ

の
時
に
斬
る
血
が
激
し
く
飛
び
散
っ
て
、

た
く
さ
ん
の
石
や
樹
木
や
草
に
染
ま
っ

た
。こ
れ
が
草
木
や
沙
石
の
お
の
ず
か

ら
に
火
を
含
む
こ
と
の
起
こ
り
で
あ
る
」

と
、『
日
本
書
紀
』の
一
書
は
伝
え
て
い

る
。こ
こ
で
沙
石
と
は
、お
そ
ら
く
燐
を

さ
す
の
だ
ろ
う
が
、こ
の
一
書
の
伝
承
者

に
血
の
色
か
ら
火
へ
の
連
想
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、小
石
や
樹
木
や
草
が
お
の
ず
か
ら

に
火
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
発
想
、そ

し
て
ホ
ム
ス
ビ
の
名
が

示
す
よ
う
に
、火
こ

そ
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

の
繁
殖
の
源
と
す
る

考
え
方
が
古
代
の
日

本
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

確
か
だ
ろ
う
。
も
し

そ
う
な
ら
古
代
の
日

本
人
に
と
っ
て
は
、人

の
奥
底
に
も
火
が
あ

っ
た
と
考
え
て
も
不

自
然
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。 

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、

少
な
く
と
も
比
喩
的

に
は
、
激
し
く
燃
え

さ
か
る
恋
慕
や
憤
怒

の
感
情
が
火
と
し
て

表
現
さ
れ
る
の
は
別

に
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
例
え
ば
、こ
れ
は
恋
人
へ
の
思
慕

で
は
な
く
、大
切
に
飼
っ
て
い
た
の
に
何

処
か
へ
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
鷹
へ
の

切
な
い
思
い
な
の
だ
が
、「
言
ふ
す
べ
の

た
ど
き
を
知
ら
に
心
に
は
火
さ
へ
燃
え

つ
つ
思
い
恋
ひ
」（
『
萬
葉
集
』
巻
第
十

七
第
四
〇
一
一
番
）と
詠
ん
だ
歌
人
も

あ
る
。そ
し
て
、現
代
の
私
た
ち
も
、こ

の
よ
う
な
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感

を
抱
く
こ
と
は
な
い
。そ
れ
だ
け
、私
た

ち
の
心
に
は
火
を
受
け
入
れ
る
下
地
が

久野　昭 
Written by
Akira Kuno

火の穂の力  
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原
初
の「
日
」
と
「
火
」 

火
改
め 

あ
る
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。そ
の
下
地

に
訴
え
て
、「
火
の
穂
」の
力
に
つ
い
て
書

い
て
お
き
た
い
。 

     

　
ホ
ム
ス
ビ
あ
る
い
は
カ
グ
ツ
チ
と
呼
ば

れ
た
火
の
祖
神
は
、後
代
に
な
る
と
、火

災
を
恐
れ
、火
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
祭

祀
の
対
象
と
な
っ
た
。
実
際
、す
べ
て
の

も
の
を
焼
き
尽
く
す
火
の
破
壊
的
な
力

は
、私
た
ち
に
恐
怖
を
抱
か
せ
る
。た
だ

し
他
方
で
は
、私
た
ち
は
そ
の
同
じ
力
に

罪
や
穢
れ
、一
切
の
不
浄
な
も
の
を
焼

き
消
す
浄
化
の
働
き
を
見
る
。だ
か
ら
、

こ
の
国
を
含
め
て
多
く
の
宗
教
に
と
も

な
う
浄
化
儀
礼
の
中
で
、火
は
水
と
と

も
に
主
要
な
道
具
立
て
に
な
っ
て
い
る
。

主
と
し
て
こ
の
浄
化
力
ゆ
え
に
、火
は
神

聖
な
も
の
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
も
き
た
。 

　
「
火
改
め
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
あ

る
。
火
を
改
め
る
と
は
、火
の
神
聖
性

を
保
つ
べ
く
火
を
更
新
す
る
こ
と
で
あ

る
。そ
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、例
え

ば
、大
晦
日
の
夜
、神
社
に
集
ま
っ
た
氏

子
た
ち
が
焚
き
火
を
し
て
、そ
の
火
を

火
縄
に
移
し
て
自
宅
に
持
ち
帰
り
、そ

の
火
で
新
年
を
祝
う
、雑
煮
や
粥
を
煮

る
。年
が
改
ま
る
の
を
機
会
に
、竈
の
火

を
更
新
す
る
と
い
う
こ
の
行
事
を
支
え

て
き
た
の
は
、明
ら
か
に
火
の
神
聖
性
の

観
念
で
あ
ろ
う
。 

　
だ
が
同
時
に
、こ
の
火
改
め
に
よ
っ
て

神
の
火
を
新
た
に
自
宅
の
竈
に
迎
え
入

れ
た
の
は
、火
処
と
し
て
の
竈
が
家
族
の

結
び
つ
き
の
中
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、改
め
ら
れ
た
火
が
、改
め
て
家

族
を
結
合
さ
せ
る
の
だ
。そ
れ
だ
け
に
、

神
聖
な
火
種
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
が
主

婦
た
る
者
の
務
め
で
も
あ
っ
た
。 

　
な
お
、古
代
に
は
神
聖
な
火
の
相
続

が
政
治
的
に
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
、例
え
ば
、出
雲
の
国
造
の

交
替
に
あ
た
っ
て
は
、新
国
造
は
火
継

ぎ
の
儀
式
を
行
っ
て
は
じ
め
て
、そ
の
職

を
継
ぐ
を
得
た
こ
と
を
伝
え
る
記
録

か
ら
も
推
測
で
き
る
。 

             

    

　
た
だ
し
、火
を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

新
年
を
迎
え
る
行
事
が
持
っ
て
い
る
意

味
は
、た
だ
火
の
神
聖
性
や
火
を
中
心

と
し
た
家
族
の
結
合
の
再
確
認
だ
け
に

は
と
ど
ま
る
ま
い
。そ
れ
だ
け
で
は
、こ

の
行
事
と
新
年
と
の
結
び
つ
き
は
説
明

し
き
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

　「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
」と
は
新

年
の
挨
拶
の
決
ま
り
文
句
だ
が
、「
あ
け

る
」と
は「
明
け
る
」で
も
あ
れ
ば「
開

け
る
」で
も
あ
っ
て
、そ
こ
に
は
暗
く
閉

じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
闇
の
状
態
か
ら
、明

る
く
開
か
れ
た
光
の
世
界
へ
の
、転
換
の

悦
び
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。一
般
に
古

代
人
は
天
地
開
闢
・
天
地
創
造
以
前
の

段
階
と
し
て
、も
の
の
形
の
一
定
し
な
い

混
沌
と
し
た
闇
を
考
え
て
い
た
。そ
の

闇
の
中
に
光
が
登
場
す
る
。確
か
に
、そ

の
登
場
の
仕
方
は
民
族
に
よ
っ
て
異
な

り
、例
え
ば
、古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
世

界
で
は
、「
光
あ
れ
」と
い
う
神
の
言
葉

に
よ
っ
て
光
が
出
現
す
る
の
に
対
し
て
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
世
界
で
は
、夜
が
闇

に
産
み
付
け
た
卵
が
自
然
に
割
れ
る
こ

と
で
光
が
登
場
す
る
。そ
う
い
う
相
違

は
あ
る
が
、闇
の
中
に
光
が
登
場
す
る

こ
と
で
天
と
地
が
分
か
れ
、も
の
の
形
が

で
き
あ
が
っ
て
い
く
の
が
、宇
宙
開
闢
・

天
地
創
造
神
話
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン

で
あ
っ
て
、そ
の
原
初
の
光
の
勢
い
に
よ
っ

て
、そ
れ
ま
で
の
闇
の
中
に
蠢
い
て
い
た

魔
物
も
追
い
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。そ

し
て
新
年
の
儀
礼
は
、一
般
に
、こ
の
神

話
上
の
宇
宙
開
闢
・
天
地
創
造
の
再
現

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。 

　
元
旦
に
初
日
の
出
を
拝
む
習
慣
は
、

そ
れ
が
毎
日
反
復
さ
れ
る
日
の
出
と
は

違
っ
て
、宇
宙
開
闢
時
の
光
の
出
現
と

同
質
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
現
在
に

残
る
節
分
の
鬼
や
ら
い
の
行
事
は
、初

め
て
登
場
し
た
光
が
闇
の
中
で
蠢
い
て

い
た
魔
物
を
追
い
払
っ
た
と
い
う
神
話

上
の
出
来
事
の
再
現
で
あ
る
。と
す
れ

ば
、大
晦
日
に
改
め
ら
れ
る
火
に
も
そ

れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
て
い
い
。そ
れ
に
、
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火
に
よ
っ
て
蘇
る
鳥 

縄

移

宅

持

帰

の
火
で
新
年
を
祝
う
、雑
煮
や
粥
を
煮

る
。年
が
改
ま
る
の
を
機
会
に
、竈
の
火

  

ば
、大
晦
日
に
改
め
ら
れ
る
火
に
も
そ

れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
て
い
い
。そ
れ
に
、

言
語
学
上
の
議
論
は
と
も
か
く
、発
想

の
上
で
は
、火（
ひ
）に
は
日（
ひ
）に
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

     

　
こ
こ
で
、主
と
し
て
三
世
紀
か
ら
四

世
紀
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教
護
教
家

ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
作
と
伝
え
ら
れ
て

い
る『
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
賛
歌
』に
よ
り
な
が

ら
、不
死
鳥
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
神
話
の
中
枢

に
絡
む
火
の
再
生
力
に
つ
い
て
述
べ
て
い

き
た
い
。 

　
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
名
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ポ

イ
ニ
ク
ス（
真
紅
）に
由
来
す
る
。ヘ
シ
オ

ド
ス
の
断
片
や
オ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の『
転
身

譚
』や
タ
キ
ト
ゥ
ス
の『
年
代
記
』
な
ど

に
も
こ
の
鳥
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の『
歴
史
』
第
二
巻
の
記
述

が
比
較
的
詳
し
い
。彼
の
伝
え
る
エ
ジ
プ

ト
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、こ
の
聖
な
る
鳥

は
五
百
年
ご
と
に
父
鳥
の
遺
骸
を
ヘ
リ

オ
ス
神
殿
に
葬
る
た
め
に
、ア
ラ
ビ
ア
か

ら
エ
ジ
プ
ト
の
へ
リ
オ
ポ
リ
ス
に
飛
ん
で

く
る
。こ
の
記
述
で
は
ま
だ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

は
不
死
鳥
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、こ
の

鳥
が
五
百
年
を
生
き
る
こ
と
、ヘ
リ
オ
ス

が
太
陽
神
で
あ
り
、ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
が
太

陽
の
都
を
意
味
す
る
こ
と
は
、注
意
す

べ
き
だ
ろ
う
。フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
が
や
が
て
、数

世
紀
を
生
き
た
後
に
自
ら
の
巣
に
自
ら

火
を
か
け
て
、そ
の
火
焔
の
中
で
自
ら

を
焼
き
尽
く
し
、そ
の
屍
灰
の
中
か
ら

若
や
い
だ
鳥
と
な
っ
て
再
生
す
る
不
死

鳥
に
な
っ
た
裏
に
は
、明
ら
か
に
太
陽
信

仰
が
あ
る
。 

　
『
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
賛
歌
』
も
、太
陽
の
森

に
棲
み
、日
の
神
に
仕
え
る
鳥
と
し
て
フ

ェ
ニ
ッ
ク
ス
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
千
年
を
生
き
た
後
、こ
の
鳥
は

太
陽
の
都
を
去
っ
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
地
に

飛
び
、こ
の
鳥
ゆ
え
に
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
呼

ば
れ
る
樹
を
選
ん
で
、芳
ば
し
い
草
や

灌
木
な
ど
を
積
み
重
ね
て
自
ら
の
巣
を

造
り
、そ
こ
で
死
を
待
つ
。い
つ
し
か
鳥

の
肉
体
は
死
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
、灼

熱
す
る
。そ
の
熱
は
炎
を
生
み
、は
る
か

上
天
の
火
焔
に
よ
っ
て
点
火
す
る
。
遺

体
は
赫
く
輝
き
、燃
え
尽
き
て
灰
に
な

る
が
、そ
の
灰
は
あ
た
か
も
水
気
に
よ
っ

て
一
つ
の
塊
に
集
め
ら
れ
た
か
の
よ
う
に

合
わ
さ
っ
て
、一
種
の
種
子
に
な
る
。そ

の
種
子
か
ら
初
め
は
乳
色
の
虫
が
生
じ
、

時
満
ち
る
と
虫
が
巨
大
な
球
形
の
卵
の

姿
に
な
る
が
、そ
の
殻
を
内
か
ら
破
っ
て

立
ち
現
れ
る
鳥
は
、か
つ
て
の
若
き
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
鳥
は
天
の
神
酒
に
よ

っ
て
育
ち
、青
春
を
迎
え
る
と
、か
つ
て

の
自
分
の
身
体
の
遺
物
で
あ
る
骨
や
灰

や
殻
を
集
め
て
香
油
や
没
薬
や
乳
香
の 
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生
命
の
源
泉 

　
　
と
し
て
の
火 

火
に
よ
る
破
壊
と
再
生 

内
に
お
さ
め
て
、嘴
で
球
状
に
ま
る
め

た
の
を
爪
で
掴
ん
で
飛
び
立
ち
、太
陽

の
都
へ
急
ぐ
。 

　
こ
の
火
焔
の
中
で
焼
き
尽
く
さ
れ
死

に
な
が
ら
、そ
の
自
ら
の
屍
灰
か
ら
再
生

す
る
と
い
う
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
神
話
を
、ラ
ク

タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
含
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の

教
父
た
ち
は
、復
活
の
教
理
を
説
く
の

に
利
用
し
た
。た
だ
し
、火
に
よ
る
死
と

再
生
と
い
う
こ
の
神
話
の
基
本
的
構
造

は
、お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
枠
を

超
え
た
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。火
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
魂
が

至
福
の
上
天
に
戻
っ
て
い
く
と
い
う
発
想

も
、キ
リ
ス
ト
教
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。 

     

　
日
本
の
習
俗
と
し
て
の
新
年
の
火
改

め
も
、地
上
で
新
し
い
年
ご
と
に
改
め

ら
れ
る
火
と
、天
空
に
輝
く
火
で
あ
る

太
陽
と
の
つ
な
が
り
を
想
像
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
神
話
の
場

合
、地
上
で
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
を
焼
き
尽
く

す
火
と
、屍
灰
の
中
か
ら
再
生
し
た
こ

の
鳥
が
仕
え
る
べ
き
天
空
の
火
と
の
つ

な
が
り
は
、歴
然
と
し
て
い
る
。こ
の
よ

う
な
つ
な
が
り
の
中
で
火
の
創
造
力
・
再

生
力
が
発
揮
さ
れ
る
例
は
、他
に
も
数

多
い
の
で
あ
る
。 

　
例
え
ば
、バ
ラ
モ
ン
教
徒
は
祭
火
壇
を

造
っ
た
が
、そ
の
祭
壇
に
燃
え
る
火
は
、

す
で
に
紀
元
前
千
二
百
年
前
後
の『
リ

グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』に
も
登
場
し
て
い
る
火
神

ア
グ
ニ
の
臨
在
を
示
す
。ア
グ
ニ
は
太
陽

と
し
て
天
空
に
あ
る
と
と
も
に
、祭
火

と
し
て
地
上
に
も
あ
り
、ま
た
家
ご
と

に
賓
客
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
つ
つ
、人

間
の
捧
げ
る
供
物
を
天
の
神
々
の
も
と

に
届
け
る
仲
介
者
で
あ
っ
て
、浄
化
の
働

き
や
新
生
と
活
力
と
光
明
と
知
恵
を

保
護
し
た
り
提
供
し
た
り
し
た
。 

　
こ
の
祭
壇
の
建
立
に
つ
い
て
、エ
リ
ア

ー
デ
は『
永
劫
回
帰
の
神
話
』の
中
で
、

「
バ
ラ
モ
ン
教
の
供
養
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

世
界
の
新
た
な
創
造
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。実
際
、祭
壇
の
建
立
そ
れ
自
体
、世

界
の
創
造
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
粘
土

を
こ
ね
る
水
は
、原
初
の
水
で
あ
る
。祭

壇
の
土
台
と
し
て
用
い
ら
れ
る
粘
土
は
、

大
地
で
あ
る
。
側
面
の
壁
が
空
気
を
あ

ら
わ
す
、と
い
う
具
合
で
あ
る
。さ
ら
に
、

祭
壇
を
構
成
す
る
各
層
に
は
、創
造
さ

れ
た
ば
か
り
の
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
領
域
を
確

定
す
る
章
句
が
と
も
な
っ
て
い
る
」
と

書
い
て
い
る
。私
は
、五
層
と
も
七
層
と

も
伝
え
ら
れ
る
こ
の
祭
火
壇
に
生
命
の

源
泉
と
し
て
の
火
が
点
じ
ら
れ
る
こ
と

で
、世
界
の
新
た
な
創
造
を
復
元
す
る

業
が
完
結
し
た
と
思
う
。 

                     

　
と
こ
ろ
で
、祭
火
壇
を
造
っ
た
の
は
、

イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
徒
だ
け
で
は
な
い
。

イ
ラ
ン
高
原
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
も
、

ま
た
祭
火
壇
を
建
立
し
た
。彼
ら
は
火

を
不
可
視
の
神
の
地
上
で
の
可
視
的
な

表
現
と
み
な
し
た
が
、そ
れ
は
火
が
地

上
で
太
陽
と
同
じ
よ
う
に
光
と
熱
と

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
自

体
が
太
陽
を
、そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
神
を

代
弁
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。ゾ
ロ
ア
ス
タ

ー
教
の
拝
火
神
殿
の
祭
壇
で
、ア
フ
ラ
・

マ
ズ
ダ
の
臨
在
を
示
す
べ
く
絶
え
ず
燃

え
て
い
る
神
的
な
火
は
、そ
の
光
と
熱

と
に
よ
っ
て
、生
命
と
成
長
の
源
泉
で
も

あ
れ
ば
、生
命
の
息
吹
そ
の
も
の
で
も

あ
る
。そ
し
て
、神
殿
の
祭
壇
の
火
と
家

庭
の
炉
の
火
と
を
問
わ
ず
、そ
れ
が
火

で
あ
る
限
り
聖
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か

ら
、そ
の
火
を
保
ち
、焔
を
絶
や
さ
ぬ
よ

う
に
す
る
こ
と
が
、ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒

の
神
聖
な
義
務
で
あ
っ
た
。 

　
こ
の
宗
教
で
は
、世
界
は
善
神
ア
フ
ラ・

マ
ズ
ダ
と
悪
霊
ア
ー
リ
マ
ン
の
激
し
い
闘

い
の
場
で
あ
り
、歴
史
は
第
一
に
ア
フ
ラ
・
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火
の
穂
の
揺
ら
ぎ 

歴

う
な
つ
な
が
り
の
中
で
火
の
創
造
力
・
再

生
力
が
発
揮
さ
れ
る
例
は
、他
に
も
数

で
、世
界
の
新
た
な
創
造
を
復
元
す
る

業
が
完
結
し
た
と
思
う
。 

提
供

体
が
太
陽
を
、そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
神
を

代
弁
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。ゾ
ロ
ア
ス
タ

マ
ズ
ダ
と
悪
霊
ア
ー
リ
マ
ン
の
激
し
い
闘

い
の
場
で
あ
り
、歴
史
は
第
一
に
ア
フ
ラ
・

マ
ズ
ダ
に
よ
る
霊
的
創
造
の
時
代
、第
二

に
同
じ
く
物
質
的
創
造
の
時
代
、第
三

に
善
悪
混
合
の
時
代
、そ
し
て
最
後
に

善
神
が
勝
利
を
お
さ
め
る
時
代
に
区

分
さ
れ
る
。そ
し
て
、善
神
が
悪
霊
を

征
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
は
終
結

す
る
の
だ
が
、そ
の
時
大
火
災
が
起
こ
る
。

「
世
界
の
終
末
に
際
し
て
、あ
ら
ゆ
る
存

在
を
業
火
の
試
練
が
見
舞
い
、溶

け
た
金
属
の
洪
水
が
流
れ
出
て
、

そ
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
悪
が
焼
き

尽
く
さ
れ
る
が
、善
は
な
ん
ら
の

被
害
も
受
け
ず
に
残
る
で
あ
ろ

う
」
と
、教
典
『
ヤ
ス
ナ
』は
述
べ

る
。や
が
て
火
と
灼
熱
と
に
よ
っ

て
溶
け
た
金
属
が
、「
こ
の
地
上

に
河
の
ご
と
く
と
ど
ま
る
で
あ

ろ
う
。そ
の
時
、あ
ら
ゆ
る
人
間

は
こ
の
溶
け
た
金
属
を
通
り
抜

け
る
こ
と
で
浄
化
さ
れ
る
」。「
そ

し
て
、こ
の
浄
化
の
後
、も
は
や

悪
魔
も
刑
罰
も
な
く
、邪
悪
な

者
の
落
ち
る
べ
き
地
獄
も
存
在

し
な
い
」。 

　
こ
の
終
末
論
的
な
文
脈
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
終
末
の
業
火
は
、祭

壇
の
火
と
別
個
の
も
の
で
は
な
い
。

ア
フ
ラ
・マ
ズ
ダ
の
臨
在
を
示
す
火

へ
の
供
養
は
、終
末
論
的
な
試
罪

と
、こ
の
最
終
的
局
面
で
の
教
徒

の
再
生
に
つ
ら
な
る
の
で
あ
る
。 

    

　
も
し
火
に
よ
っ
て
地
上
か
ら
天
空
へ

の
回
路
が
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、死
ん

だ
者
の
魂
が
、立
ち
の
ぼ
る
火
焔
と
と

も
に
天
に
送
ら
れ
る
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。そ
の
よ
う
な
発
想
は
火
葬

の
普
及
し
た
後
の
日
本
に
も
あ
っ
た
。

だ
が
、そ
の
魂
は
一
直
線
に
天
を
目
指

す
の
で
は
な
か
っ
た
。 

　
な
ぜ
な
ら
、火
焔
は
天
と
地
を
つ
な

ぐ
か
の
よ
う
に
天
空
を
目
指
し
な
が
ら

も
、常
に
揺
ら
ぐ
。そ
れ
は
光
と
熱
を

発
し
な
が
ら
、一
定
の
形
態
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
し
な
い
。
焔
が

生
じ
さ
せ
る
煙
も
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
揺
ら
ぎ
漂

い
な
が
ら
、い
つ
し
か
薄
れ

つ
つ
、天
を
目
指
す
。地
上

に
あ
る
者
に
は
、火
焔
の

天
へ
の
到
達
は
確
認
で
き
ず
、

た
だ
そ
れ
を
想
像
す
る
の

み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、想

像
と
い
う
も
の
は
、常
に
こ

の
火
焔
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ

と
漂
い
と
を
と
も
な
う
の

で
あ
ろ
う
。 

　
焔
そ
れ
自
体
、一
方
で

は
一
切
を
焼
き
尽
く
す
破

壊
、た
だ
し
他
方
で
は
そ

の
破
壊
を
通
じ
て
の
浄
化

と
創
造
と
い
う
、相
反
す

る
可
能
性
の
間
を
揺
ら
ぎ

漂
っ
て
い
る
。そ
れ
に
応
じ

て
人
間
の
方
も
、例
え
ば
、

鎮
火
祭
と
火
改
め
の
神
事

と
い
う
、相
反
す
る
対
応

の
間
で
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら

か
一
方
に
固
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、

揺
ら
ぎ
は
出
て
こ
な
い
。焔
が「
ほ
の
ほ
」

と
訓
ま
れ
た
の
は
、そ
れ
が
火（
ほ
）の

穂（
ほ
）を
意
味
す
る
か
ら
だ
し
、そ
も

そ
も
穂
と
は
稲
穂
や
山
頂
の
よ
う
に
突

出
し
た
目
立
つ
部
分
の
こ
と
だ
が
、こ
の

火
の
突
出
に
は
固
定
的
な
形
態
は
な
く
、

常
に
揺
ら
い
で
い
る
。
ま
た
、だ
か
ら
こ

そ
火
の
穂
に
は
、私
た
ち
を
想
像
の
領

域
に
、さ
ら
に
は
創
造
の
世
界
に
誘
う

穂
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。確
か
に
現
代

の
慌
た
だ
し
い
日
常
生
活
の
中
で
は
、

火
の
穂
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
機
会
は
稀

で
あ
ろ
う
。だ
が
、逆
に
稀
な
れ
ば
こ
そ
、

こ
の
穂
の
揺
ら
ぎ
に
合
わ
せ
て
心
を
想

像
の
世
界
に
漂
わ
せ
る
こ
と
で
、日
常

的
な
習
慣
を
超
え
た
地
平
に
出
て
み
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
。 
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ら
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Ⅲ
　
「
火
」
と
と
も
に
く
ら
す 


